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日
本
に
お
け
る
正
規
・
非
正
規
雇
用
者
格
差
の
道
徳
性
に
つ
い
て

︱
︱
分
配
的
正
義
の
観
点
か
ら
の
一
考
察
︱
︱

大　
　
　

澤　
　
　
　

津

本
稿
の
問
い
と
目
的

一　

正
規
雇
用
者
の
労
働
利
益
︱
︱
法
・
制
度
的
背
景

二　

連
帯
義
務
と
一
般
義
務
︱
︱
分
配
的
異
論

三　

日
本
に
お
け
る
労
働
者
の
利
益
保
障
︱
︱
連
帯
義
務
に
よ
る
正
当
化
の
是
非

お
わ
り
に

本
稿
の
問
い
と
目
的

　

現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
市
場
で
の
労
働
活
動
は
生
活
を
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
々

は
こ
こ
か
ら
、
生
活
の
原
資
と
な
る
賃
金
や
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
取
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
を
労
働
か
ら
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る
か
は
、
労
働
者
と
し
て
の
地
位
、
つ
ま
り
正
規
雇
用
か
非
正
規
雇
用
か
に
よ
っ
て
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
い
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わ
ゆ
る
格
差
問
題
と
し
て
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
規
雇
用
者
は
月
給
、
社
会
保
険
等
に
関
わ
る
法
定
福
利
、
ま
た

諸
手
当
等
の
法
定
外
福
利
を
受
け
取
る
一
方
で（1
（

、
非
正
規
雇
用
の
地
位
に
あ
る
者
は
、
た
と
え
同
一
の
労
働
を
行
っ
て
い
た
と
し
て

も
、
時
給
を
受
け
取
り
、
法
定
福
利
・
法
定
外
福
利
と
も
に
ほ
と
ん
ど
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
後
者
は

貧
困
に
堕
し
て
し
ま
う
。

　

本
稿
は
、
こ
の
差
を
生
み
出
す
賃
金
と
サ
ー
ビ
ス
の
分
配
の
あ
り
方
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
道
徳
的
争
点
を
、
分
析
的
政
治

理
論
で
の
分
配
的
正
義
を
め
ぐ
る
義
務
論
の
観
点
か
ら
考
察
し
、
一
応
の
結
論
を
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
日
本
社
会
に
特
徴
的

に
生
じ
た
雇
用
者
間
格
差
問
題
の
理
解
に
、
こ
の
観
点
は
非
常
に
有
益
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
か
ら
考
察
を
加
え
た
先
行

研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
本
稿
の
意
義
は
こ
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
に
あ
る（2
（

。
な
お
、
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
理
論
や

概
念
自
体
の
分
析
的
構
築
を
中
心
的
課
題
と
は
せ
ず
、
現
実
問
題
の
道
徳
的
理
解
の
深
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
本
稿
が
考
察
す
る
の
は
、
正
規
雇
用
者
が
彼
ら
の
企
業
正
規
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
て（3
（

、
非
正
規
雇
用
者
に
対
し

て
排
他
的
に
様
々
な
利
益
を
得
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
利
益
は
道
徳
的
に
正
当
化
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
日
本

で
は
、
労
働
法
・
制
度
を
背
景
に
、
企
業
は
、
正
規
従
業
員
と
い
う
身
分
を
有
す
る
も
の
が
勤
労
と
引
き
換
え
に
生
活
全
体
の
保
障

を
与
え
ら
れ
る
、
相
互
扶
助
共
同
体
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
一
企
業
に
お
け
る
正
規
雇
用
者
間
で
の
利
益
の
分
け
あ

い
行
為
を
、
事
業
に
お
け
る
協
働
を
通
じ
た
生
活
の
助
け
あ
い
の
義
務
の
履
行
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
よ

う
な
道
徳
的
義
務
を
連
帯
義
務
（associative duty

（
と
し
て
と
ら
え
、
正
規
雇
用
者
間
で
の
利
益
相
互
供
与
に
つ
い
て
、
こ
の
道

徳
的
義
務
が
成
立
す
る
か
を
考
察
す
る
。
連
帯
義
務
と
は
、
家
族
・
友
人
な
ど
、
あ
る
人
々
の
集
団
の
関
係
性
を
道
徳
的
に
特
別
に

重
要
に
す
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
関
係
す
る
財
の
分
配
を
め
ぐ
る
利
益
相
互
供
与
の
義
務
で
あ
る
。
こ
の
義
務
が
も
し
成
立
す
る
な

ら
、
一
企
業
に
お
け
る
正
規
雇
用
者
間
の
関
係
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
道
徳
的
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
り
、
義
務
と
し
て
排
他
的
に

彼
ら
の
間
の
み
で
利
益
を
相
互
提
供
し
あ
う
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
性
の
成
立
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
利
益
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相
互
供
与
は
道
徳
的
に
要
請
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
い
う
る
。

　

こ
の
よ
う
な
連
帯
義
務
に
よ
る
正
規
雇
用
者
間
で
の
利
益
分
配
の
正
当
化
に
対
し
て
、
本
稿
は
次
の
疑
問
を
呈
す
る
。
第
一
に
、

労
働
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
社、

会、

全、

体、

で、

の、

保
障
が
な
け
れ
ば
、
正
規
雇
用
者
間
で
の
上
述

の
よ
う
な
相
互
義
務
は
成
立
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
分
配
的
正
義
の
観
点
か
ら
の
疑
問
で
あ
り
、

社
会
に
お
け
る
利
益
の
分
配
に
お
い
て
不
平
等
が
な
ぜ
許
さ
れ
る
の
か
を
問
い
、
そ
の
道
徳
的
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
こ
の
疑
問
に

は
当
然
、
分
配
か
ら
は
独
立
し
た
、
関
係
性
そ
の
も
の
の
道
徳
的
価
値
か
ら
の
反
論
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
第
二
に
、
正

規
雇
用
者
間
で
排
他
的
に
相
互
供
与
さ
れ
る
よ
う
な
利
益
か
ら
排
他
性
を
取
り
去
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
正
規
雇
用
者
間
の

関
係
性
に
道
徳
的
に
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
関
係
の
道
徳
的

重
要
性
に
基
づ
い
て
、
先
の
正
規
雇
用
者
間
の
利
益
相
互
供
与
の
義
務
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
れ

ら
の
疑
問
点
か
ら
、
正
規
雇
用
者
間
で
の
排
他
的
な
利
益
相
互
供
与
を
連、

帯、

義、

務、

に、

よ、

っ、

て、

正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
る
。

　

論
議
の
順
序
と
し
て
は
、
本
稿
は
ま
ず
、
正
規
雇
用
の
利
益
の
道
徳
的
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
そ
の
労
働
法
・
制
度
的
背
景
を

確
認
し
、
そ
の
上
で
連
帯
義
務
な
ど
の
分
析
概
念
を
導
入
し
、
続
い
て
そ
の
利
益
が
連
帯
義
務
の
観
点
か
ら
正
当
化
可
能
で
あ
る
か

検
証
を
行
う
。

　

本
稿
で
は
、
分
析
を
容
易
に
す
る
た
め
、
全
て
の
労
働
者
に
つ
い
て
生
活
を
支
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
労
働
市
場
に
参
入
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
上
で
労
働
者
を
月
給
お
よ
び
法
定
福
利
・
法
定
外
福
利
双
方
を
得
て
い
る
正
規
雇
用
者
と
、
時
給
の
み
を
得
て
福

利
を
得
る
こ
と
の
な
い
非
正
規
雇
用
者
の
二
ク
ラ
ス
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
想
定
す
る
。
そ
し
て
、
正
規
雇
用
者
は
非
正
規
雇
用
者
に

対
し
て
、
月
給
制
と
時
給
制
の
差
の
利
益
お
よ
び
福
利
厚
生
を
排
他
的
に
得
て
い
る
と
し
、
論
議
を
単
純
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問

題
の
定
式
化
に
は
、
非
正
規
雇
用
者
の
性
格
や
、
正
規
雇
用
者
が
非
正
規
雇
用
者
に
対
し
て
排
他
的
に
得
て
い
る
利
益
が
現
実
に
は
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多
種
多
様
に
わ
た
り
、
そ
の
排
他
性
の
度
合
い
も
異
な
る
こ
と
が
問
題
と
な
る（（
（

。
つ
ま
り
、
副
収
入
目
的
の
非
正
規
雇
用
者
や
福
利

厚
生
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
企
業
正
社
員
が
い
る
こ
と
、
ま
た
雇
用
保
険
に
は
非
正
規
労
働
者
で
も
週
二
〇
時
間
・
三
一
日
以
上
勤

務
し
て
い
れ
ば
加
入
で
き
る
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
正
規
雇
用
者
と
非
正
規
雇
用
者
の
労
働
利
得
の
差
の
道
徳
的
意
味
を
上
述
の

前
提
で
考
え
る
こ
と
は
実
態
と
乖
離
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
展
開
す
る
、
連
帯
義
務
と
し
て
排
他
的
利
益
相
互
供
与
が
正
当

化
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
の
分
析
枠
組
み
自
体
は
、
こ
の
単
純
化
に
当
て
は
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
で
も
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基

づ
い
て
何
ら
か
の
排
他
的
労
働
利
益
を
得
る
労
働
者
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
適
用
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
論
議
の
単
純
化
は
労
働
利

益
の
分
配
に
お
い
て
何
が
道
徳
的
争
点
に
な
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
十
分
に
役
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

正
当
化
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
自
営
業
者
や
失
業
者
を
含
め
た
よ
り
複
雑
な
ケ
ー
ス
や
ベ
ー
シ
ッ
ク
・

イ
ン
カ
ム
が
導
入
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
、
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
扱
わ
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

一　

正
規
雇
用
者
の
労
働
利
益
︱
︱
法
・
制
度
的
背
景

　

正
規
雇
用
者
が
現
在
得
て
い
る
労
働
利
益
の
道
徳
的
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
諸
利
益
の
分
配
の
枠
組
み
を
作
っ
て
い
る

労
働
法
や
社
会
制
度
的
背
景
を
簡
単
に
確
認
す
る
。

　

労
働
利
益
分
配
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
は
雇
用
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
、
私
的
所
有
権
の
保
護
、
契
約
自
由
の
原
則
、
過

失
賠
償
責
任
の
三
原
則
を
前
提
と
し
て
民
法
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
は
国
民
に
最
低
限
度
の
文
化
的
生
活
を

営
む
権
利
を
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
の
規
定
の
み
で
は
市
場
経
済
に
お
い
て
、
労
使
が
対
等
で
な
い
状
況
で
労
働
者

に
著
し
く
不
利
な
契
約
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
法
の
規
定
は
労
働
法
の
規
定
に
よ
っ
て
補
わ
れ
、
労
働
者
が

「
人
た
る
に
値
す
る
生
活
」（
労
働
基
準
法
（
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
利
益
を
労
働
に
よ
っ
て
確
保
で
き
る
よ
う
、
配
慮
さ
れ
る
こ
と
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と
な
る（5
（

。

　

労
働
法
が
作
り
上
げ
る
賃
金
や
福
利
な
ど
の
利
益
分
配
の
制
度
的
枠
組
み
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
単
純
化
を
前

提
と
し
て
、
労
働
者
が
労
働
か
ら
得
る
利
益
の
不
平
等
の
道
徳
的
性
格
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
労
働
法
・
制
度
に
関
わ
る
部
分
は

以
下
の
三
点
で
あ
る（（
（

。
こ
れ
ら
は
、
正
規
雇
用
者
が
企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
基
と
し
て
、
非
正
規
雇
用
者
に
対
し
て
排
他
的
な
諸

利
益
を
得
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
き
た
。

　
（
１
）
長
期
契
約
と
身
分
保
障

　

労
働
者
が
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
諸
利
益
を
得
る
こ
と
の
基
と
な
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
典、

型、

と
さ
れ
て
き
た
雇
用

形
態
で
は
、
新
卒
一
括
採
用
に
よ
る
期
間
の
定
め
な
き
雇
用
契
約
が
締
結
さ
れ
、
定
年
ま
で
雇
用
関
係
が
維
持
さ
れ
る
点
が
特
徴
で

あ
る
。
こ
の
雇
用
形
態
で
は
、
雇
用
契
約
の
内
容
と
し
て
の
職
務
は
特
に
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
各
被
用
者
は
定
期
的
な
人
事
異
動

を
経
て
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
能
力
を
、
企
業
内
で
の
教
育
・
訓
練
を
通
し
て
身
に
着
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
（
菅
野
二
〇
〇
四
：

二
︱
三
、
濱
口
二
〇
〇
九
：
一
︱
六
（。
つ
ま
り
、
就
職
以
前
に
身
に
着
け
た
能
力
や
適
性
に
基
づ
い
て
職
務
内
容
を
契
約
時
に
規
定

す
る
の
で
は
な
く
、
企
業
と
の
極
め
て
長
期
に
わ
た
る
、
労
働
力
の
涵
養
と
発
揮
を
内
容
と
す
る
一
種
の
身
分
保
全
契
約
を
結
ぶ
こ

と
が
実
質
上
の
雇
用
契
約
の
中
身
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
次
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

大
・
中
企
業
の
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
下
に
あ
る
正
規
従
業
員
の
労
働
契
約
関
係
に
着
目
す
る
と
、
労
働
契
約
は
、
労
働
義
務
と
報
酬
支
払
義

務
が
交
換
関
係
に
あ
る
債
権
契
約
と
い
う
よ
り
は
、
企
業
と
い
う
組
織
体
の
中
で
正
社
員
と
い
う
身
分
を
設
定
す
る
契
約
と
い
う
色
彩
が
強

か
っ
た
。〔
中
略
〕
そ
こ
で
は
、
企
業
は
包
括
的
人
事
権
に
よ
っ
て
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ア
の
発
展
を
引
き
受
け
る
と
共
に
、
幅
広
い
福
利
厚

生
に
よ
っ
て
職
業
生
涯
に
わ
た
っ
て
生
活
全
般
の
面
倒
を
見
る
。
他
方
、
従
業
員
は
、
長
時
間
の
残
業
や
広
範
な
転
勤
・
出
向
な
ど
に
よ
っ
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て
全
生
活
を
か
け
た
よ
う
な
献
身
を
期
待
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
期
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
雇
用
関
係
は
、
組
織
体
の
中
で
の
丸
抱
え
的
身
分

を
設
定
し
、
双
方
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
包
括
的
契
約
関
係
で
あ
っ
た
。（
菅
野
二
〇
〇
四
：
五
二
︱
五
三
（

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
社
会
的
・
生
活
的
な
包
括
的
身
分
保
障
と
し
て
の
労
働
契
約
の
あ
り
方
が
存
在
し
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
契
約
の
恩
恵
を
受
け
る
者
に
身
分
保
障
に
ふ
さ
わ
し
い
高
い
賃
金
と
様
々
な
福
利
厚
生
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
（
２
）
企
業
別
組
合
と
共
通
利
益

　

労
働
者
の
諸
利
益
の
確
保
に
お
い
て
重
大
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
労
働
者
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
組
合
で
あ
る
。
日
本
に

お
い
て
は
、
組
合
の
中
心
的
な
活
動
場
所
は
産
業
ご
と
で
は
な
く
企
業
ご
と
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
企
業
の
従
業
員
の
諸
利
益
を
確
保

す
る
。
こ
れ
は
欧
州
に
お
い
て
は
産
業
別
に
組
合
が
組
織
さ
れ
、
全
国
レ
ベ
ル
で
産
業
ご
と
に
労
働
者
の
諸
利
益
を
保
全
し
よ
う
と

す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る（（
（

。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
組
合
と
は
一
企
業
の
「
内
部
労
働
市
場
の
な
か
で
利
害
を
共
通
に
す
る
正

規
従
業
員
集
団
が
そ
の
利
益
（
雇
用
、
労
働
条
件
、
福
利
厚
生
（
を
推
進
す
る
目
的
で
組
織
す
る
団
体
」（
菅
野
二
〇
〇
四
：
四
（
と
し

て
機
能
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
、
労
働
者
全
体
の
利
益
保
障
の
促
進
と
と
も
に
、
企
業
が
正
規
雇
用
者
と
し
て
の
地
位
を
持
つ
者

の
共
通
利
益
者
集
団
と
な
る
こ
と
を
助
け
て
き
た
面
が
あ
る
。

　
（
３
）
解
雇
要
件
に
お
け
る
正
社
員
の
優
遇

　

企
業
は
業
績
不
振
等
を
理
由
と
し
て
整
理
解
雇
を
行
う
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
民
法
は
解
雇
自
由
の
原
則
を
定
め

（
第
六
二
七
条
（、
労
働
基
準
法
も
こ
れ
を
禁
止
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
解
雇
権
濫
用
法

理
は
解
雇
を
厳
し
く
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。
解
雇
権
濫
用
法
理
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
法
理
に
基
づ
き
、「
客
観
的
に
合
理
的
理
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由
の
な
い
解
雇
」
と
「
社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
是
認
し
得
な
い
解
雇
」
は
無
効
で
あ
る
（
菅
野
二
〇
〇
四
：
六
五
︱
六
六（

8
（

（。
よ
り

具
体
的
に
は
、
整
理
解
雇
の
四
要
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
整
理
解
雇
を
行
う
に
は
、
①
整
理
解
雇
に
よ
る
人
員
削
減
が
不
可

避
で
あ
り
、
②
解
雇
を
回
避
す
る
努
力
が
十
分
に
行
わ
れ
、
③
適
切
な
方
法
で
解
雇
さ
れ
る
者
が
選
定
さ
れ
、
④
そ
の
実
施
に
お
い

て
適
切
な
説
明
と
協
議
が
な
さ
れ
て
い
る
、
の
四
要
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
（
菅
野
二
〇
〇
四
：
七
一
、
濱
口
二
〇
〇
九
：
五
三
（。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
二
要
件
に
お
い
て
、
正
社
員
の
解
雇
が
正
当
な
も
の
と
な
る
に
は
、
ま
ず
非
正
規
雇
用
者
を
解
雇
す

る
と
い
う
経、

営、

上、

の、

努、

力、

が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
濱
口
二
〇
〇
九
：
五
四
︱
五
五
、
八
代 

二
〇

〇
四
：
二
三
三
（。
解
雇
権
濫
用
法
理
、
ま
た
整
理
解
雇
四
要
件
自
体
は
労
働
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
労
働
者
利
益
の
保
障
と
い
う
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
背
景
に
、
非
正
規
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
し

か
持
た
な
い
従
業
員
は
そ
の
利
益
保
護
の
対
象
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
た（9
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
労
働
者
の
利
益
保
障
の
あ
り
方
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
は
憲
法
第
二
五
条
と

第
二
七
条
を
背
景
に
、
国
民
に
は
福
祉
お
よ
び
勤
労
の
権
利
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
上
で
労
働
を
通
じ
て
人
々
が
社
会
に
参
画
す
る

際
に
は
、
労
働
者
の
利
益
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
様
々
な
労
働
法
・
制
度
に
よ
っ
て
こ
れ

が
図
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
利
益
の
保
障
は
、
企
業
単
位
の
正
規
雇
用
者
と
し
て
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
保
障
を
主
と
す
る

も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
企
業
を
離
れ
て
個
人
単
位
で
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
労
働
者
の
利
益
と
は
、
あ
く

ま
で
共
通
の
利
害
関
係
を
持
つ
従
業
員
集
団
と
し
て
の
企
業
単
位
で
保
障
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
こ
で
、
労
働
者
の
利
益
保
障
は
、
企
業
集
団
へ
の
所
属
お
よ
び
貢
献
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
賃
金
や
様
々
な
福
利
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
労
働
者
の
利
益
は
、
正
社
員
た
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
有
す
る
従
業
員
が
自
身
の
属
す
る
企
業
の
維
持
・
発
展
へ
の
努
力

を
通
じ
て
互
い
に
与
え
あ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
企
業
は
正
規
従
業
員
の
利
益
の
た
め
に
経
営
が
な
さ
れ
る
「
従
業
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員
・
労
働
者
管
理
企
業
」
の
色
彩
が
強
い
（
今
井
・
小
宮
一
九
八
九
：
一
六
︱
一
七
（。
そ
こ
で
結
局
、
労
働
者
の
利
益
保
障
の
正
当

化
根
拠
も
社
会
全
体
の
努
力
と
い
う
よ
り
は
、
利
害
を
共
に
す
る
従
業
員
あ
が
り
の
管
理
職
と
従
業
員
を
含
め
た
企
業
メ
ン
バ
ー
全

体
の
努
力
で
あ
り
、
労
使
協
調
の
賜
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
参
照
、
菅
野
二
〇
〇
四
：
三
︱
四
（。

　

こ
こ
で
は
、
勤
労
は
、
企
業
共
同
体
に
お
け
る
成
員
全
体
の
利
益
増
進
の
た
め
の
相
互
扶
助
義
務
の
履
行
と
考
え
ら
れ
、
彼
ら
の

間
に
は
道
徳
的
な
共
同
体
的
連
帯
意
識
︱
︱
勤
労
エ
ー
ト
ス
と
し
て
の
愛
社
精
神
の
よ
う
な
も
の
︱
︱
が
生
ま
れ
う
る
。

　

他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
利
益
保
障
の
あ
り
方
は
、
企
業
の
正
規
従
業
員
と
し
て
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
は
、
利
益
保
障
か
ら
の
排
除
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
現
在
の
労
働
者
間
の
不
平
等
に
つ
い
て
の
批
判
が
起

き
る
。
そ
こ
で
、
果
た
し
て
正
規
雇
用
者
間
で
の
排
他
的
な
利
益
相
互
供
与
が
道
徳
的
に
正
当
化
可
能
な
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が

必
要
に
な
る
が
、
こ
の
問
題
を
政
治
理
論
の
観
点
か
ら
考
え
る
有
益
な
分
析
枠
組
み
が
あ
る
。
次
節
で
こ
の
枠
組
み
を
導
入
し
、
問

題
の
争
点
の
明
確
化
を
図
り
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

二　

連
帯
義
務
と
一
般
義
務
︱
︱
分
配
的
異
論

　

日
本
の
労
働
者
利
益
保
障
を
政
治
理
論
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
そ
の
問
題
点
を
理
解
す
る
に
は
、
連
帯
義
務
と
一
般
義
務
の
概
念

を
導
入
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
文
脈
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
人
々
の
平
等
な
取
り
扱
い
で
あ
り
、
あ
る
社
会
制
度

（
こ
こ
で
は
労
働
に
関
す
る
諸
制
度
（
が
あ
る
人
々
に
有
利
／
不
利
に
働
く
の
は
な
ぜ
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
争
点
の
問
題
化
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
社
会
に
お
い
て
人
々
は
平
等
な
人
生
計
画
追
求
の
見
込
み
を
持
つ
べ
き

で
あ
り
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
正
当
化
が
必
要
と
さ
れ
る
（Cf. Raw

ls 19（1

（
と
い
う
、
社
会
レ
ベ
ル
で

の
平
等
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
平
等
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
か
ら
、
社
会
に
お
け
る
集
団
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内
で
の
排
他
的
利
益
分
配
の
正
当
性
を
考
察
す
る
た
め
に
役
立
つ
分
析
枠
組
み
が
、
連
帯
義
務
／
一
般
義
務
の
区
分
で
あ
る
。
連
帯

義
務
と
は
、
あ
る
特
定
の
集
団
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
、
外
部
者
よ
り
も
内
部
者
に
優

先
的
に
利
益
を
相
互
に
与
え
あ
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
義
務
で
あ
る
。
他
方
で
、
一
般
義
務
と
は
、
そ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

に
よ
ら
ず
、
人
間
一
般
に
対
し
て
利
益
を
与
え
あ
う
こ
と
を
命
じ
る
義
務
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
の
考
察
を
通
じ
て
、

社
会
に
お
け
る
適
切
な
利
益
分
配
の
あ
り
方
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

平
等
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
か
ら
社
会
分
配
の
問
題
を
考
え
る
諸
理
論
は
ロ
ー
ル
ズ
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
ら
の

議
論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
数
多
く
あ
る
が
、
こ
の
連
帯
義
務
／
一
般
義
務
の
分
析
枠
組
み
は
、
こ
れ
ら
に
比
し
て
次
の
よ
う
な
メ

リ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
各
個
人
を
道
徳
的
に
平
等
な
自
由
を
持
つ
も
の
と
表
象
し
た
上
で
、
各
個
人
の
社
会
的
協
働
か

ら
得
る
べ
き
利、

益、

一、

般、

を、

定、

め、

る、

包、

括、

的、

分、

配、

理、

論、

に
比
し
て
、
こ
の
分
析
枠
組
み
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
人
々
の
集
団
で
の
道
徳
的
動

機
を
基
と
し
た
利
益
の
囲
い
込
み
の
問
題
を
よ
り
鮮
明
に
争
点
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
包
括
的
分
配
理

論
が
各
個
人
が
社
会
協
働
か
ら
期
待
し
て
よ
い
利
益
一
般
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
適
切
な
、
集
団
で
の
利
益
囲
い
込
み

や
そ
の
中
で
の
利
益
分
配
に
関
す
る
あ
り
方
の
外、

枠、

を、

間、

接、

的、

に、

定
め
る
の
に
対
し
て
、
連
帯
義
務
／
一
般
義
務
の
枠
組
み
は
、
ま

ず
集
団
に
よ
る
利
益
囲
い
込
み
と
そ
の
中
で
の
利
益
分
配
を
そ
れ
自
体
で
成
立
し
て
い
る
道
徳
的
義
務
と
し
て
と
ら
え
た
上
で
、
そ

の
道
徳
的
義
務
を
前
提
と
し
た
上
で
そ
れ
が
許
さ
れ
る
限
界
を
直
接
に
定
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
等
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
前
提
と
す
れ
ば
、
日
本
の
正
規
・
非
正
規
雇
用
の
あ
り
方
の
何
が
問

題
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
の
構
造
が
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
あ
る（（（
（

。

　

以
下
、
連
帯
義
務
／
一
般
義
務
の
内
容
を
概
説
し
、
論
議
の
争
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
日
本
の
文
脈
へ
の
応
用
を
試
み
る
。
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（
１
）
連
帯
義
務

　

連
帯
義
務
と
は
、「
我
々
が
あ
る
重
要
な
類
の
交
流
を
持
つ
ま
た
は
あ
る
重
要
な
類
の
関
係
に
あ
る
特
定
の
人
々
に
対
し
て
だ
け

持
つ
」（Scheffl

er 2001: （9

（
義
務
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
何
ら
か
の
積
極
的
な
利
益
の
供
与
で
あ
る
（Scheffl

er 2001: 51

（。
こ

の
よ
う
な
義
務
を
考
え
う
る
重
要
な
関
係
は
無
数
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
特
定
の
重
要
な
関
係
と
い
う
も
の
は
、
家
族
や
友
人
関

係
な
ど
に
加
え
、
学
校
や
会
社
の
同
僚
関
係
と
い
っ
た
、
何
ら
か
の
社
会
制
度
を
背
景
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
む

（Seglow
 2010: 5（-58

（。

　

こ
の
よ
う
な
連
帯
義
務
は
、
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
性
の
構
築
と
維
持
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
シ
ェ
フ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
あ
る

人
々
と
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
性
を
持
つ
こ
と
と
は
、
こ
の
関
係
性
の
重
要
性
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
関
係
性
の
構
成
要
素
で
あ
る

義、

務、

に、

基、

づ、

く、

利、

益、

付、

与、

の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（Scheffl

er 2001: 101-10（

（。
例
え
ば
、
高
齢
者
は
社
会
に

多
く
い
る
が
、
我
々
は
自、

分、

の、

年
老
い
た
両
親
と
の
親
子
関
係
と
い
う
も
の
を
道
徳
的
に
極
め
て
重
要
と
考
え
て
お
り
、
そ
し
て
そ

れ
故
に
彼
ら
に
対
し
て
我
々
に
は
ケ
ア
を
与
え
る
義
務
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
、
連
帯
義
務
の
観
点
か
ら
は
、

親
子
関
係
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
道
徳
的
に
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
と
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
重
要
な
関
係
の
構
築
・
維
持（（（
（

を
理
由
と
し
て
、
ケ
ア
を
年
老
い
た
両
親
に
与
え
る
義
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
々
と
の
重
要
な

関
係
性
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
構
成
的
要
素
と
し
て
の
利
益
付
与
の
義
務
を
持
つ
理
由
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
義
務
は
重

要
と
考
え
ら
れ
る
関
係
性
の
構
築
・
維
持
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
連
帯
義
務
と
は
、
結
局
、
我
々
が
社
会
に
お
い
て
道
徳
的
に
重

要
と
考
え
る
関
係
性
の
構
成
的
要
素
と
し
て
、
そ
の
構
築
と
維
持
の
た
め
に
設
定
し
引
き
受
け
る
利
益
供
与
義
務
な
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
あ
る
利
益
付
与
に
つ
い
て
連
帯
義
務
が
成
立
す
る
か
否
か
は
、
本
当
に
そ
の
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
性
を
構
築
・
維
持
す

る
た
め
に
我
々
が
そ
の
利
益
付
与
を
必
要
と
す
る
の
か
に
よ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

連
帯
義
務
の
内
容
で
あ
る
利
益
は
、
そ
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
利
益
を
含
む
の
か
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
こ
の
概
念
か
ら
直
接
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に
特
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
利
益
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
連
帯
義
務
に
よ
っ
て
利

益
付
与
を
基
礎
づ
け
た
場
合
、
こ
の
義
務
が
そ
の
利
益
付
与
に
当
た
っ
て
、
部
内
者
と
部
外
者
の
排
他
的
優
先
順
位
付
け
、
つ
ま
り

線
引
き
を
行
う
こ
と
で
あ
る
（Scheffl

er 2001: 53

（。
右
の
例
で
言
え
ば
、
我
々
は
自
分
の
両
親
に
連
帯
義
務
の
履
行
と
し
て
ケ
ア

の
優
先
的
付
与
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
高
齢
者
に
は
排
他
的
に
振
舞
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
我
々
と
両
親
の
関
係
の
重
要

性
は
我
々
と
他
の
高
齢
者
と
の
関
係
性
の
そ
れ
と
区
別
で
き
ず
、
何
ら
特、

別、

な（（（
（

も
の
と
は
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
連
帯
義
務
は
、

何
ら
か
の
特
別
に
重
要
な
道
徳
的
関
係
性
の
構
築
を
目
的
と
し
た
優
先
的
・
排
他
的
な
利
益
付
与
を
命
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
２
）
一
般
義
務

　

連
帯
義
務
と
の
対
比
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
の
一
般
義
務
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
平
等
相
互
に
持
つ
何
ら
か
の
利
益
付
与
に
関

す
る
義
務
で
あ
る
（Scheffl

er 2001: （9, 5（, 83

（。
例
え
ば
、
自
分
に
重
大
な
不
利
益
と
な
ら
な
い
限
り
瀕
死
の
人
を
助
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
義
務
は
、
誰
に
で
も
妥
当
す
る
一
般
義
務
で
あ
る
。
連
帯
義
務
と
同
様
、
そ
の
内
容
は
こ
の
概
念
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
が
あ
り
う
る
。

　

だ
が
、
こ
の
概
念
の
導
入
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
一
般
義
務
が
平
等
主
義
的
な
義
務
で
あ
る
の
で
、
人
々
が
何
ら
か
の

扶
助
の
義
務
を
相
互
に
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
当
事
者
と
さ
れ
る
者
の
範
囲
の
見
直
し
を
迫
る
こ
と
で
あ
り
、
連

帯
義
務
に
対
す
る
反
論
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
述
の
連
帯
義
務
に
よ
っ
て
相
互
扶
助
の
義
務
を
基
礎
づ
け
る
場
合
、
そ

こ
で
は
そ
の
利
益
供
与
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
で
互
い
に
排
他
的
な
優
先
性
を
与
え
て
よ
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
義
務
は
こ

の
優
先
性
付
与
に
つ
い
て
、
当
事
者
以
外
の
人
間
に
対
す
る
平
等
な
配
慮
の
観
点
か
ら
見
直
し
を
迫
り
、
少
な
く
と
も
正
当
化
を
迫

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
現
れ
る
の
が
、
分
配
的
異
論
（distributive objection

（
で
あ
る
。
分
配
的
異
論
と
は
、「
連
帯
義
務
を
生
じ
る
と
考
え
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ら
れ
る
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
や
関
係
の
参
加
者
で
な
い
人
々
（individuals

（
の
た
め
の
反
論
」（Scheffl

er 2001: 5（

（
で
あ
り
、
連
帯

義
務
が
そ
の
当
事
者
に
「
理
に
か
な
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
利
益
」（Scheffl

er 2001: 5（

（
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義

を
呈
す
る
。

　

例
え
ば
こ
こ
に
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
人
が
い
る
と
す
る
。
い
ま
三
人
の
間
に
何
ら
特
別
な
関
係
が
な
い
な
ら
ば
、
三
者
の
間
に
妥

当
す
る
の
は
一
般
義
務
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
Ａ
と
Ｂ
が
二
人
に
何
ら
か
の
利
益
を
も
た
ら
す
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
に
入

り
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
優
先
的
な
利
益
付
与
の
責
任
を
互
い
に
負
う
こ
と
と
な
り
、
連
帯
義
務
が
成
立
し
た
と
し
よ
う
。

い
ま
や
、
連
帯
義
務
に
よ
り
、
関
連
す
る
利
益
に
対
す
る
Ｃ
の
道
徳
的
要
求
が
Ａ
・
Ｂ
に
対
し
て
持
つ
重
要
性
は
、（
１
（
Ｃ
の
道

徳
的
要
求
が
Ａ
・
Ｂ
に
対
し
て
以
前
持
っ
て
い
た
重
要
性
、（
２
（
Ａ
と
Ｂ
の
間
で
の
道
徳
的
要
求
の
現
在
の
重
要
性
、（
３
（（
Ｃ

が
Ａ
と
Ｂ
の
利
益
よ
り
も
優
先
性
を
与
え
る
べ
き
特
別
な
関
係
に
入
る
他
の
仲
間
を
持
た
な
い
な
ら
ば
（
Ａ
と
Ｂ
の
道
徳
的
要
求
が
Ｃ
に
対

し
て
持
つ
現
在
の
重
要
性
、
の
三
点
に
つ
き
相
対
的
に
小
さ
い
（Scheffl

er 2001: 5（-5（

（。
Ａ
と
Ｂ
は
関
係
に
含
ま
れ
る
利
益
に
加

え
て
、
そ
の
優
先
的
な
獲
得
の
保
障
と
い
う
更
な
る
利
益
を
得
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
優
先
性
を
伴
う
利
益
供
与
の
相
互
責
任
関

係
か
ら
排
除
さ
れ
た
Ｃ
は
い
わ
ば
一
人
負
け
状
態
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
た
連
帯
義
務
に
対
し
て
は
、
各
人
の
状

況
へ
の
平
等
な
顧
慮
を
要
求
す
る
一
般
義
務
の
観
点
か
ら
は
そ
の
効
力
の
正
当
性
に
対
し
、
疑
問
を
呈
し
う
る
。
な
ぜ
Ｃ
が
、
Ａ
と

Ｂ
の
優
先
的
利
益
相
互
供
与
を
保
障
す
る
義
務
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

シ
ェ
フ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
分
配
的
異
論
の
定
式
は
次
の
よ
う
に
提
示
で
き
る
。
先
述
の
通
り
、
連
帯
義
務
を
相
互
に
負
う
者
は
互

い
に
、
利
益
付
与
の
責
任
を
そ
の
関
係
性
に
入
ら
な
い
も
の
に
対
し
て
優
先
的
・
排
他
的
に
負
う
が
、

こ
の
よ
う
な
責
任
は
、
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
グ
ル
ー
プ
や
関
係
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
す
で
に
利
益
を
得
て
い
る
人
々
に
更
な
る
利
益
を
与

え
る
（
中
略
（
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
付
加
的
な
利
益
の
提
供
が
、
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
グ
ル
ー
プ
や
関
係
の
参
加
者
で
な
い
こ
と
を
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原
因
と
し
て
で
あ
れ
、
他
の
何
ら
か
の
資
源
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
こ
と
を
原
因
と
し
て
で
あ
れ
、
乏
し
い
人
々
の
不
利
益
に
働
く
な
ら
、

常
に
正
当
化
で
き
な
い
。（Scheffl

er 2001: 85

（

つ
ま
り
、
分
配
的
異
論
の
焦
点
は
、
関
係
性
の
中
に
含
ま
れ
る
利
益
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
優
先
的
・
排
他
的
分
配
を
可

能
に
す
る
よ
う
な
利
益
付
与
の
責
任
の
分
配
の
仕
方
に
あ
る
。
連
帯
義
務
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
様
々
な
利
益
の
優
先
的
分
配
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
関
係
性
の
道
徳
的
価
値
の
観
点
か
ら
は
独
立
し
た
、
全
て
の
人
へ
の
平
等
な
顧
慮
を
前
提
と
す
る
正
当
化
を
要
す
る

の
で
あ
る
。

　

分
配
的
異
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
連
帯
義
務
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の
利
益
分
配
の
パ
タ
ン
に
は
さ
ほ
ど
影
響
を
与
え
な

い
と
い
う
、
異
論
そ
れ
自
体
を
疑
問
視
す
る
反
論
も
な
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
し
か
し
、
分
配
的
異
論
が
提
起
す
る
、
道
徳
的
義
務
と
し
て

の
集
団
内
で
の
排
他
的
利
益
分
配
と
全
て
の
人
へ
の
平
等
な
顧
慮
の
相
克
関
係
と
い
う
視
点
自
体
は
、
平
等
主
義
的
な
分
配
的
正
義

論
に
と
っ
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
考
察
を
許
す
も
の
で
あ
り
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
社
会
分
配

に
関
す
る
考
察
を
深
め
よ
う
と
す
る
一
連
の
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

争
点
は
、
結
局
、
一
般
義
務
を
前
提
と
し
た
上
で
、
連
帯
義
務
に
よ
る
利
益
分
配
が
道
徳
的
に
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
異
論
を
受
け
、
多
く
の
論
者
は
連
帯
義
務
が
も
た
ら
す
分
配
状
況
の
問
題
含
み
の
帰
結
を
認
め
た
上
で
、
そ

れ
で
も
な
お
、
連
帯
義
務
に
よ
る
利
益
の
優
先
的
・
排
他
的
相
互
供
与
は
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
分
配
状
況

の
決
定
に
際
し
て
適
切
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
の
見
解
を
大
別
す
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。

　

第
一
に
、
連
帯
義
務
が
成
立
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
一
般
義
務
の
実
現
状
況
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
、
連
帯
義
務
も
ま
た
一

般
義
務
と
と
も
に
、
適
正
な
分
配
の
決
定
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ト
マ
ス
・
ポ
ッ
ゲ
に
よ
れ
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ば
、
我
々
が
全
て
の
人
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
道
徳
的
責
任
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
不
可
欠
の
前
提
と
し
た
上
で
、
連
帯
義
務
は
そ

の
よ
う
な
普
遍
的
な
道
徳
的
責
任
を
減、

ら、

す、

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
重
要
な
関
係
に
お
い
て
期
待
さ
れ
て
い
る
道
徳
的
責
任
を
増、

や、

す、

こ
と
は
で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る
（Pogge 2002: 90-91

（。
つ
ま
り
、
一
般
義
務
を
前
提
と
し
た
全
て
の
人
の
間
で
の
何
ら
か
の

利
益
相
互
付
与
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
連
帯
義
務
は
付
加
的
な
（additional

（

も
の
と
し
て
利
益
分
配
を
決
定
す
る
適
切
な
要
因
に
な
り
え
る
の
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
で
あ
る
（Cf. Lazar 2009: 95, Seglow

 

2010: （5

（。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一
般
義
務
と
連
帯
義
務
は
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
義
務
は
連
帯
義
務
が
適
切

に
成
立
す
る
た
め
の
根
拠
を
与
え
て
い
る
。

　

第
二
に
、
何
ら
か
の
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
性
が
成
立
す
る
た
め
に
連
帯
義
務
の
履
行
と
し
て
の
排
他
的
利
益
相
互
供
与
が
不
可

欠
な
の
で
あ
れ
ば
、
分
配
的
異
論
は
連
帯
義
務
を
直、

ち、

に、

無
効
化
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
帯
義
務
に
見
ら
れ

る
偏
向
性
（partiality

（
は
、
平
等
な
顧
慮
と
い
う
一
般
義
務
の
命
ず
る
と
こ
ろ
と
は
相
容
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
は
何
ら
か
の
内
在

的
正
当
性
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（Cf. Brink 2001: 1（（-1（9, Lazar 2009: 92; 2010, Seglow

 2010: （2

（。
こ
の
議
論
で
は
、
連

帯
義
務
は
道
徳
的
決
定
を
下
す
際
の
一
応
の
（prim

a facie

（
理
由
と
し
て
機
能
す
る
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一

般
義
務
を
含
め
た
道
徳
性
全
体
（all things considered

（
の
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
連
帯
義
務
に
よ
る
道
徳
的
要
求
が
最
終

的
に
他
の
道
徳
的
要
求
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
無
力
化
さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
を
認
め
、
ま
た
そ
の
逆
も
認

め
る
（Cf. Brink 2001: 1（9-1（2, Lazar 2009: 93

（。
だ
が
、
た
と
え
連
帯
義
務
が
最、

終、

的、

な、

道
徳
的
要
求
を
決
め
る
わ
け
で
は
な

い
に
し
て
も
、
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
性
を
支
え
る
連
帯
義
務
が
な、

く、

な、

る、

わ、

け、

で、

は、

な、

い、

の、

で、

あ、

る、

（Seglow
 2010: （0

（。
つ
ま

り
、
こ
の
反
論
に
よ
れ
ば
、
連
帯
義
務
に
は
あ
る
分
配
の
パ
タ
ン
を
決
め
る
際
に
考、

慮、

さ、

れ、

る、

べ、

き、

理、

由、

と
し
て
の
適
切
な
機
能
が

あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
帯
義
務
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
や
は
り
考、

慮、

さ、

れ、

ね、

ば、

な、

ら、

ず、

、
あ
る
重
要
な
社
会
関
係
の
構

築
・
維
持
の
た
め
に
義
務
と
し
て
排
他
的
利
益
相
互
供
与
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
連
帯
義
務
が
真
に
成
立
す
る
こ
と
を
示
す
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こ
と
は
、
社
会
分
配
決
定
に
際
し
て
必
要
な
有
意
味
な
道
徳
的
主
張
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
論
議
よ
り
、
分
配
的
異
論
に
抗
し
て
、（
１
（
実
際
の
連
帯
義
務
に
基
づ
く
分
配
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
般
義

務
に
関
わ
る
何
ら
か
の
利
益
の
普
遍
的
分
配
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、（
２
（
連
帯
義
務
に
よ
る
排
他
的
優

先
性
を
と
も
な
っ
た
利
益
相
互
供
与
が
道
徳
的
に
有
意
味
に
主
張
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
が
人
々
の
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
性
の
成
立

に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
こ
と
、
が
条
件
と
し
て
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
条
件
自
体
も
論
争

的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
あ
る
連
帯
義
務
に
基
づ
く
当
事
者
間
で
の
排
他
的
利
益
相
互
供
与
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
条
件
が

満
た
さ
れ
る
こ
と
を
示
せ
る
な
ら
ば
、
公
的
論
議
に
お
い
て
最
低
で
も
相
手
の
反
論
を
期
待
で
き
る
よ
う
な
、
一、

応、

の、

正
当
性
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る（（（
（

。
次
節
に
お
い
て
は
、
連
帯
義
務
と
一
般
義
務
の
相
克
関
係
と
分
配
的
異
論
か
ら
導
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
結
論

を
、
日
本
の
労
働
者
の
利
益
保
障
問
題
に
当
て
は
め
、
そ
の
争
点
を
明
ら
か
に
し
、
正
規
雇
用
者
間
の
利
益
相
互
供
与
の
道
徳
的
正

当
性
を
考
察
す
る
。

三　

日
本
に
お
け
る
労
働
者
の
利
益
保
障
︱
︱
連
帯
義
務
に
よ
る
正
当
化
の
是
非

　

正
規
雇
用
者
と
非
正
規
雇
用
者
の
利
益
保
障
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
差
異
が
果
た
し
て
道
徳
的
に
正
当
化
で
き
る
も
の
か
否

か
、
と
い
う
問
題
は
、
政
治
理
論
に
お
い
て
は
連
帯
義
務
と
一
般
義
務
の
相
克
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
し
、
正
規
雇
用
者
の
利
益
が
正
規
企
業
構
成
員
の
単、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

な
る
利
己
的
な
動
機
で
は
な
く
、
何、

ら、

か、

の、

道、

徳、

的、

要、

求、

に、

基、

づ、

い、

て、

い、

る、

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
先
述
し
た
労
働
法
・
制
度
の
下
で
生
ま
れ
た
、
道
徳
的
義
務
と
も
考
え
う
る
生
活
の
相
互
扶
助
と
濃
厚
な

共
同
体
意
識
を
背
景
に
、
連
帯
義
務
に
う
っ
た
え
る
こ
と
が
有
力
な
選
択
肢
と
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
企
業
に
属
す
る
正
規
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雇
用
者
は
互
い
に
道
徳
的
に
特
別
に
重
要
な
関
係
に
立
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
関
係
性
の
成
立
の
た
め
に
は
連
帯
義
務
の
履
行
が

欠
か
し
え
な
い
、
と
し
て
、
こ
こ
で
そ
の
連
帯
義
務
の
内
容
を
、
そ
の
企
業
の
正
規
構
成
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
の
で

き
る
生
活
を
支
え
る
様
々
な
利
益
の
排
他
的
相
互
供
与
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
利
益
の
供
与
は
道
徳
的
に
要
請
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
住
宅
手
当
を
例
と
し
て
考
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る（（（
（

。
日
本
の
企
業
は
長
期
に
わ
た
る
正
規
従
業
員
の
雇
用
の
確
保
と

円
滑
化
の
た
め
に
、
住
宅
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
住
宅
手
当
は
企
業
内
で
そ
の
正
規
従
業
員
に
対
し
て
支
給
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
受
け
取
る
従
業
員
の
社
会
に
お
け
る
住
居
確
保
を
、
そ
う
し
た
手
当
て
を
受
け
ら
れ
な
い
者
（
例
え
ば
フ
リ
ー

タ
ー
な
ど
（
と
の
競
争
に
お
い
て
容
易
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
非
正
規
雇
用
者
の
立
場
は
住
居
市
場
に
お
い
て
相

対
的
に
悪
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
住
宅
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
、
ま
た
支
給
さ
れ
る
こ
と
の
正
当
化
を
す
る
た
め
に
は
、
住
宅
手
当

の
企
業
を
通
じ
た
相
互
供
与
が
、
そ
の
企
業
の
正
規
従
業
員
間
の
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
の
構
築
と
維
持
に
必
要
な
の
だ
、
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
よ
い
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
一
企
業
に
お
け
る
正
規
雇
用
者
同
士
の
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
様
々
な
立
場
が
あ
り
う
る
が
、
次
の
三
点
か
ら
な
る
道
徳
的
重
要
性
に
つ
い
て
は
比
較
的
異
論
が
少
な

い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
規
雇
用
者
間
の
関
係
性
の
道
徳
的
重
要
性
は
、
第
一
に
、
企
業
目
的
の
達
成
と
そ
の
事
業
の
遂
行

に
あ
っ
て
協
働
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
何
ら
か
の
社
会
的
に
有
用
な
、
経
済
的
な
価
値
以
外
の
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
に
関

わ
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
人
々
に
い
わ
ゆ
る
職
業
的
自
己
実
現
を
含
め
た
、
自
分
自
身
の
善
の
観
念
（conceptions of the good

（
に

基
づ
く
満
足
感
を
得
る
機
会
を
与
え
る
。
第
二
に
、
事
業
活
動
の
利
益
の
分
配
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え
あ
う
こ
と
の
重
要
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
企
業
目
的
の
達
成
と
事
業
の
遂
行
の
た
め
の
協
働
は
非
経
済
的
価
値
や
従
業
員
の
主
観
的
満
足
の
他
に
、
市
場
を
通
じ
て

経
済
的
価
値
を
生
む
が
、
企
業
の
従
業
員
は
こ
れ
を
分
け
あ
う
こ
と
で
、
自
分
と
被
扶
養
者
の
生
存
・
生
活
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
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第
三
に
、
長
期
に
わ
た
る
継
続
的
な
雇
用
は
、
協
働
の
深
化
や
信
頼
関
係
の
構
築
に
よ
っ
て
、
金
銭
的
価
値
に
は
還
元
し
え
な
い
、

企
業
や
同
僚
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
価
値
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
外
の
道
徳
的
重
要
性
を
、
例
え
ば
宗
教
的

教
説
な
ど
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
論
争
的
で
あ
る
の
で
本
稿
で
は
考
察
せ
ず
、
上
記
の
三
点
か

ら
な
る
も
の
に
と
ど
め
る
。

　

以
上
を
所
与
と
し
て
、
連
帯
義
務
に
よ
る
正
規
雇
用
者
間
で
の
排
他
的
利
益
相
互
供
与
の
正
当
化
と
は
す
な
わ
ち
、
上
述
の
三
点

か
ら
な
る
道
徳
的
重
要
性
を
有
す
る
正
規
雇
用
者
間
の
関
係
性
の
構
築
・
維
持
の
た
め
に
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
正
規
雇
用
者
間

で
の
義
務
と
し
て
の
排
他
的
利
益
相
互
供
与
が
要
請
さ
れ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
帯
義
務
に
よ
る
正
当
化
は
、
先
述

し
た
分
配
的
異
論
に
対
し
て
の
二
点
に
わ
た
る
十
分
な
レ
ス
ポ
ン
ス
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
規
雇
用
者
間
の
関
係

す
る
利
益
相
互
供
与
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
１
）
正
規
雇
用
者
間
の
利
益
相
互
供
与
の
前
提
と
し
て
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
は
満
た
さ
れ
て
い
る
か

　

あ
る
連
帯
義
務
が
成
立
す
る
に
は
、
そ
の
連
帯
義
務
が
分
配
に
影
響
を
与
え
る
財
に
つ
き
、
普
遍
的
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
満
た
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
分
配
的
異
論
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
か
ら
導
か
れ
る
連
帯
義
務
の
成
立
要
件
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
正
規
雇
用
者
が
あ
る
企
業
に
お
け
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
得
る
よ
う
な
利
益
（
賃
金
＋
法
定
福
利
＋
法
定
外
福
利
（
に

対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
利
益
は
生
活
を
す
る
こ
と

（
老
後
の
生
活
を
含
め
た
（
自
体
に
関
わ
る
財
で
あ
り
、
そ
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
は
憲
法
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
最
低
限
度
の
生
活
に
置

く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
時
給
の
み
で
法
定
福
利
・
法
定
外
福
利
の
恩
恵
を
受
け
ず
に
い
る
非
正
規
雇
用
者
に
は
公
的
な
援
助
も
乏
し

く
、
そ
の
た
め
非
正
規
雇
用
者
の
貧
困
状
況
が
社
会
福
祉
の
大
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ー
ス

ラ
イ
ン
が
誰
に
対
し
て
も
満
た
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
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例
え
ば
、
先
の
住
宅
手
当
は
正
社
員
が
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
法
定
外
福
利
の
う
ち
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
。
住
宅
手

当
は
そ
れ
を
受
け
取
る
者
に
対
し
、
一
戸
建
て
の
住
宅
市
場
や
賃
貸
市
場
で
適
切
な
住
居
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
与
え
、
ま
た
他
の

参
加
者
に
対
す
る
優
位
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
住
宅
手
当
に
相
当
す
る
も
の
は
、
非
正
規
雇
用
者
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
長

期
間
そ
の
企
業
の
た
め
に
働
く
の
で
も
な
く
、
雇
用
人
数
の
調
整
弁
の
よ
う
に
解
雇
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
非
正
規
従
業
員
に
住
宅
手

当
を
支
給
す
る
の
は
、
企
業
に
し
て
み
れ
ば
合
理
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
非
正
規
雇
用
者
は
安
定
的
な
収
入
源
を
持
た
な
い
た

め
、
住
宅
購
入
の
た
め
の
高
額
な
借
り
入
れ
を
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
賃
貸
住
宅
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
賃
貸
住
宅
に

対
す
る
公
的
な
補
助
は
少
な
く
、
非
正
規
雇
用
者
は
賃
貸
市
場
に
お
い
て
も
極
め
て
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る（（（
（

。
近
年

で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
遇
な
立
場
に
あ
る
人
々
が
ホ
ー
ム
レ
ス
化
し
て
し
ま
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
つ
ま
り
、
適
切
な
居
住
環
境

と
い
う
最
も
基
礎
的
で
重
要
な
財
に
つ
い
て
す
ら
、
連
帯
義
務
が
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
・
道
徳
的
背
景

は
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

正
規
雇
用
者
が
企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
排
他
的
に
得
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
利
益
の
内
容
と
な
る
多
様
な
財
の
多

く
は
、
公
的
給
付
に
よ
っ
て
そ
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
な
る
も
の
が
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基

づ
く
利
益
が
非
正
規
雇
用
者
に
対
し
て
排
他
的
で
あ
る
以
上
、
公
的
な
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の
保
障
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
関
し

て
連
帯
義
務
が
成
立
す
る
背
景
的
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
分
配
的
異
論
が
成
立
す
る
可
能
性

が
十
分
に
あ
り
、
特
に
住
居
の
よ
う
な
生
活
に
不
可
欠
の
財
に
つ
い
て
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
満
た
さ
れ
な
い
事
態
が
想
定
さ
れ
る
現
在

の
状
況
で
は
、
こ
の
異
論
は
覆
し
難
い
。

　
（
２
）
正
規
雇
用
者
間
の
利
益
相
互
供
与
は
特
別
な
関
係
を
生
む
か

　

先
述
の
通
り
、
正
規
雇
用
者
と
し
て
の
企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
利
益
を
得
る
こ
と
は
、
連
帯
義
務
と
し
て
の
企
業
共
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同
体
メ
ン
バ
ー
の
利
益
相
互
供
与
義
務
の
履
行
の
一
環
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
う
る
。
だ
が
、
こ
の
義
務
と
し
て
の
利
益
相
互
供
与
は

正
規
雇
用
者
間
の
道
徳
的
に
重
要
な
関
係
性
を
構
築
・
維
持
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
た
め
に
、
正
規
雇
用
者
間
で
の
排
他
的
な
利
益
相
互
供
与
の
な、

い、

ケ
ー
ス
を
想
定
す
る（（（
（

。
第
一
に
、
同
一

価
値
労
働
・
同
一
賃
金
原
則
の
導
入（（（
（

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
賃
金
は
職
務
の
生
産
性
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
、
被
用
者
の
雇
用
上
の

身
分
が
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
。
第
二
に
、
社
会
保
険
等
の
法
定
福
利
は
雇
用
形
態
を
問
わ
ず
一
元
化
さ
れ
、
扶
養
手
当
や
住
宅
手

当
な
ど
の
生
活
補
助
の
た
め
の
給
付
は
公
的
給
付
と
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
状
況
下
で
も
、
働
き
方
の
多
様
性
に
対
す
る
市
場
や

労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
、
正
規
雇
用
者
と
非
正
規
雇
用
者
の
双
方
が
存
在
す
る
が
、
労
働
形
態
の
差
は
現
在
の
よ
う
な
固
定
身

分
的
性
格
は
持
た
な
い
。
賃
金
が
職
務
に
基
づ
き
生
活
給
が
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
公
的
な
社
会
保
険
・
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
諸
手
当
の
充
実
は
労
働
者
が
企
業
間
を
移
動
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
企
業
内
部
・
外
部
の
労
働
市
場
に
お
い
て

労
働
者
の
流
動
性
は
高
く
、
そ
の
結
果
職
務
給
も
企
業
を
越
え
て
産
業
ご
と
に
一
定
に
近
づ
く
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
一
環
と
し
て
職
務
訓
練
も
提
供
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
傾
向
性
は
促
進
さ
れ
る
。
結
局
、
企
業
内
に
お
け
る
正
規
・
非
正
規

雇
用
の
区
別
は
、
山
田
（
二
〇
〇
九
：
八
五
︱
八
六
（
の
ス
キ
ー
ム
を
用
い
れ
ば
、
あ
る
企
業
の
業
務
遂
行
に
特
化
し
た
「
企
業
特

殊
的
能
力
」
に
長
け
た
正
規
雇
用
者
と
ど
こ
の
企
業
で
も
役
立
つ
汎
用
的
「
職
務
特
殊
的
能
力
」
に
秀
で
た
非
正
規
雇
用
者
と
い
う

よ
う
に
そ
の
労
働
者
の
持
つ
能
力
の
特
性
に
よ
っ
て
決
ま
る（（（
（

。
そ
し
て
、
職
業
訓
練
制
度
と
労
働
者
の
流
動
性
の
高
さ
か
ら
来
る
職

場
で
の
正
規
雇
用
者
と
し
て
の
中
途
採
用
の
可
能
性
を
背
景
に
、
各
人
が
特
化
す
る
能
力
も
固
定
的
で
は
な
く
、
職
業
人
生
に
お
い

て
可
変
的
で
あ
る
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
正
規
雇
用
者
同
士
の
関
係
の
道
徳
的
重
要
性
は
現
在
の
あ
り
方
に
比
べ
て
何
か
変
質
を
蒙
る
だ
ろ
う
か
。

　

上
記
の
ケ
ー
ス
で
は
雇
用
労
働
利
益
分
配
の
あ
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
。
ま
ず
、
生
活
を
支
え
あ
う
関
係
の
当

事
者
と
そ
の
社
会
ル
ー
ト
の
拡
大
で
あ
る
。
従
来
の
関
係
で
は
市
場
活
動
を
通
じ
た
企
業
収
益
か
ら
生
活
給
を
与
え
ら
れ
る
者
は
正
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社
員
に
限
ら
れ
、
生
活
を
支
え
あ
う
関
係
に
入
る
者
は
彼
ら
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
上
の
ケ
ー
ス
で
は
公
的
分
配
の
ル
ー
ト

を
通
じ
て
、
結
局
は
企
業
の
枠
を
越
え
て
全
て
の
労
働
者
（
及
び
使
用
者
（
が
生
活
を
支
え
あ
う
関
係
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、

正
規
雇
用
者
と
し
て
の
企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
経
済
的
価
値
の
低
下
で
あ
る
。
生
活
を
丸
抱
え
す
る
よ
う
な
包
括
的
身
分
保
障
を

提
供
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
正
規
雇
用
企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
持
つ
経、

済、

的、

価
値
は
ず
っ
と
低
く
、
転
職
の
機
会
費
用
は
少
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
は
正
規
雇
用
者
同
士
の
道
徳
的
関
係
性
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
正
規
雇
用
者
間
の
関
係
の
道

徳
的
重
要
性
は
、（
１
（
企
業
目
的
の
達
成
と
そ
の
事
業
の
遂
行
に
あ
っ
て
協
働
し
社
会
的
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
、（
２
（
事
業
活

動
の
利
益
の
分
配
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え
あ
う
こ
と
、（
３
（
そ
し
て
金
銭
的
価
値
と
は
異
な
る
企
業
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

の
価
値
を
与
え
る
こ
と
、
の
三
局
面
か
ら
な
る
。

　

そ
こ
で
、
上
述
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
正
規
雇
用
者
と
し
て
雇
わ
れ
た
者
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
考
察
を
加
え
よ
う
。

　

ま
ず
、
上
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
労
働
市
場
に
お
け
る
流
動
性
は
高
ま
る
も
の
の
、
正
規
雇
用
者
と
い
う
枠
組
み
自
体
は
存
続
す

る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
正
規
雇
用
者
は
そ
の
企
業
に
独
特
の
コ
ア
能
力
を
持
っ
た
集
団
と
し
て
存
在
す
る
。
た
だ
、
正

規
雇
用
者
集
団
に
関
し
て
は
そ
の
経
済
的
価
値
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
入
退
出
が
容
易
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
変
化
し
た

事
柄
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、（
１
（
の
関
係
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
正
規
雇
用
者
集
団
は
、
そ
の
企
業
体
の
中
核
を
担
う

メ
ン
バ
ー
群
と
し
て
、そ
の
企
業
目
的
の
達
成
と
事
業
遂
行
の
た
め
に
不
可
欠
な
協
力
を
し
、社
会
的
価
値
を
創
造
し
て
い
る
。（
２
（

に
つ
い
て
は
、
生
活
を
支
え
あ
う
た
め
の
利
益
分
配
の
経
路
の
変
化
と
当
事
者
の
拡
大
は
あ
る
が
、
企
業
収
益
か
ら
得
る
賃
金
が
生

活
の
基
礎
に
あ
り
、
ま
た
企
業
活
動
の
基
幹
部
分
を
担
う
正
規
雇
用
者
間
の
協
働
関
係
が
こ
の
生
活
を
支
え
あ
う
関
係
の
最
も
重
要

で
不
可
欠
な
基
礎
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。（
３
（
の
長
期
雇
用
に
よ
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
価
値
に
つ
い
て
も
、
期
限
な

き
長
期
に
わ
た
る
雇
用
と
い
う
制
度
は
維
持
さ
れ
る
の
で
、
正
規
雇
用
者
群
に
入
っ
た
者
が
こ
れ
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
正
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規
雇
用
者
は
こ
こ
か
ら
容
易
に
退
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
経
済
的
な
う、

ま、

み、

は
少
な
い
。
結
局
、
彼
ら
が
そ
の
企
業
に
と

ど
ま
る
理
由
に
は
、
そ
の
企
業
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
価
値
、
つ
ま
り
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
価
値
が
大
き
な
ウ

エ
イ
ト
を
占
め
る
。
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
転
職
の
機
会
費
用
の
低
下
で
あ
る
。
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
価
値
は
、
正
規
雇
用
者
で

あ
れ
ば
誰
で
も
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
正
規
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
保
障
す
る
の
は
あ
く
ま
で
そ、

れ、

を、

得、

る、

可、

能、

性、

に
と
ど
ま
る
。

し
か
し
正
規
雇
用
者
の
転
職
の
機
会
費
用
が
少
な
く
そ
れ
が
容
易
な
ら
ば
、
雇
用
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消
に
よ
っ
て
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

の
価
値
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
改
善
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る（（（
（

。
そ
こ
で
、
上
の
ケ
ー
ス
は
む
し
ろ
正
規
雇
用
者
同
士
の
道
徳
的
関
係
性
の

（
変
化
で
は
な
く
（
深
化
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。

　

結
局
、
上
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
正
規
雇
用
者
の
関
係
性
は
出
入
り
容
易
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
利
益
や
価
値
の
分
配
経
路
、
ま

た
当
事
者
の
範
囲
に
は
変
化
が
あ
る
も
の
の
、
正
規
雇
用
者
集
団
内
で
の
相
互
関
係
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
道
徳
的
関
係
性
は
変
わ

ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
在
日
本
で
見
る
よ
う
な
正
規
雇
用
者
間
の
排
他
的
利
益
相
互
供
与
義
務
の
履
行
は
何
ら
か
の
道
徳
的

に
重
要
な
関
係
を
構
築
・
維
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
は
な
く
、
連
帯
義
務
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
企
業
の
正
規
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
に
基
づ
く
排
他
的
相
互
扶
助
の
義
務
関
係
と
い
う
も
の
は
、
我
々
が
重
要
だ
と
考
え
る
企
業
活
動
を
通
じ
た
協
働
と
い
う
関

係
性
の
成
立
に
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
と
し
て
自
立
し
た
内
在
的
価
値
を
持
た
な
い
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
な
い
こ
と
は

企
業
活
動
を
通
じ
て
我
々
が
築
く
協
働
と
い
う
関
係
性
の
道
徳
的
価
値
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
正
規
雇
用
者
が
排
他
的
に
企
業
か
ら
受
け
取
る
利
益
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
連
帯
義
務
の
観
点
か
ら
正
当
化

す
る
こ
と
は
、
実
際
の
分
配
に
つ
い
て
も
道
徳
的
主
張
と
し
て
の
有
意
味
性
に
つ
い
て
も
、
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ

ら
の
利
益
の
相
互
供
与
は
、
関
係
す
る
財
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
が
公
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
連
帯
義
務
を
真

に
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
日
本
に
お
い
て
労
働
法
・
制
度
を
前
提
に
な
さ
れ
る
正
規
雇
用
者
間
で
の
企
業
ご
と
の
様
々
な
利
益
の
排
他
的
相
互

供
与
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
連
帯
義
務
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
か
を
考
察
し
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
企
業
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基

づ
く
賃
金
・
福
利
厚
生
の
支
給
が
一
つ
の
典
型
で
あ
っ
た
が
、
近
年
非
正
規
雇
用
者
が
増
大
す
る
に
及
ん
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
労

働
報
酬
の
差
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
本
稿
は
こ
の
問
題
の
争
点
を
、
連
帯
義
務
と
一
般
義
務
の
相
克
の
問
題
と
し
て
整
理

し
、
分
配
的
異
論
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
を
正
規
雇
用
者
間
の
排
他
的
な
利
益
相
互
供
与
が
提
供
し
う
る
か
考
察
し
た
。
そ
し
て
そ

の
結
果
は
否
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
企
業
に
お
け
る
正
規
雇
用
者
間
の
利
益
相
互
供
与
は
連
帯
義
務
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
を
論
じ
た
。

　

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
言
す
る
が
、
本
稿
の
結
論
は
、
正
規
雇
用
者
が
現
在
得
て
い
る
利
益
を
、
直、

ち、

に、

否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
労
働
者
の
得
る
適
切
な
利
益
に
関
わ
る
道
徳
性
に
は
、
生
産
財
の
分
配
状
況
、
生
産
性
の
重
要
さ
、
世
代
間
分
配
、
ま
た
責

任
倫
理
や
機
会
の
公
正
性
な
ど
、
そ
の
他
に
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
特
に
、
不
平
等
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

に
よ
る
生
産
性
向
上
の
重
要
さ
は
、
分
配
的
異
論
の
基
礎
に
あ
る
平
等
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
者
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（（（
（

。

し
か
し
、
正
規
雇
用
者
間
の
排
他
的
利
益
相
互
供
与
を
連
帯
義
務
に
よ
っ
て
は
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
正
規
従
業
員

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
排
他
的
利
益
分
配
が
典
型
と
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
の

正
当
性
を
再
考
す
る
こ
と
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
労
働
政
策
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
規
範
的
論
争
の
一
つ
の
参
照
点
に
な

る
だ
ろ
う
。

（
１
（　 

経
済
団
体
連
合
会
二
〇
一
二
の
二
〇
一
〇
年
度
福
利
厚
生
費
調
査
結
果
に
よ
る
分
類
で
は
、
企
業
の
福
利
厚
生
費
の
内
訳
に
は
、
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（
１
（
法
定
福
利
費
と
し
て
、
健
康
保
険
・
介
護
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、
雇
用
保
険
・
労
災
保
険
、
児
童
手
当
拠
出
金
、（
２
（
法
定
外

福
利
費
と
し
て
、
住
宅
・
持
家
援
助
、
医
療
・
保
健
衛
生
施
設
運
営
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
、
給
食
、
購
買
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
被
服
、

保
険
、
介
護
、
育
児
関
連
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
、
財
産
形
成
、
通
勤
バ
ス
・
駐
車
場
、
慶
弔
金
、
法
定
超
付
加
給
付
、
文
化
・
体

育
・
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
施
設
・
運
営
、
そ
れ
ら
の
活
動
へ
の
補
助
、
共
済
会
、
福
利
厚
生
代
行
サ
ー
ビ
ス
費
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
（　

も
ち
ろ
ん
、
英
米
圏
の
分
配
論
的
政
治
理
論
が
労
働
の
問
題
を
無
視
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
、
ヴ
ァ
ン
・
パ
レ
ー
ス

（V
an Parijs 1995

（
に
よ
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
の
論
議
は
労
働
と
分
配
の
問
題
に
深
く
切
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た
日
本
へ
の
適

用
も
研
究
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
立
岩
・
齊
藤
二
〇
一
〇
（。
し
か
し
、
本
稿
は
彼
の
扱
っ
た
、
労
働
は
義
務
で
あ
る
の
か
否
か
、
と
い

う
問
題
と
は
関
係
が
な
く
、
全
く
別
の
観
点
か
ら
日
本
の
労
働
者
利
得
の
問
題
を
考
察
す
る
。

（
３
（　

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
利
益
と
い
う
表
現
は
、
濱
口
二
〇
〇
九
に
よ
る
。

（
４
（　

戸
田
二
〇
〇
七
お
よ
び
松
浦
二
〇
〇
七
を
参
照
。

（
５
（　

労
働
は
憲
法
第
二
七
条
に
定
め
ら
れ
る
国
民
の
義
務
か
つ
権
利
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。
た
だ
し
、
強
制
労
働
は
労
働
基
準
法
第
五
条

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

（
６
（　

以
下
の
労
働
法
・
政
策
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
菅
野
二
〇
〇
四
お
よ
び
濱
口
二
〇
〇
九
に
よ
る
。

（
７
（　

企
業
別
組
合
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
菅
野
二
〇
〇
四
：
二
九
〇
︱
三
一
〇
を
参
照
。

（
８
（　

こ
の
法
理
は
現
在
の
労
働
契
約
法
第
一
六
条
と
な
っ
た
。

（
９
（　

解
雇
法
制
の
法
学
・
経
済
学
か
ら
の
よ
り
多
面
的
な
考
察
に
つ
い
て
は
、
大
竹
他
二
〇
〇
四
を
参
照
。

（
10
（　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
利
益
保
障
の
あ
り
方
は
、
大
企
業
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
小
企
業
で
は
事
情

は
異
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
正
規
雇
用
者
の
労
働
者
利
益
保
障
の
あ
り
方
が
日
本
型
雇
用
の
典
型
と
さ
れ
、
労
働
者
の
利

益
確
保
を
め
ぐ
る
政
治
的
論
議
は
こ
の
典
型
内
で
理
解
さ
れ
た
利
益
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
政
治
的
含
意
は
重
大
で
あ
る
。

（
11
（　

た
だ
、
付
言
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
連
帯
義
務
／
一
般
義
務
の
観
点
か
ら
の
考
察
は
、
正
規
・
非
正
規
雇
用
問
題
を
考
え
る
上
で
役

立
つ
分
析
枠
組
み
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ

う
し
、
共
同
体
論
的
な
観
点
か
ら
連
帯
義
務
／
一
般
義
務
の
区
別
を
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
観
点
と
、
こ
こ
で
論

じ
ら
れ
る
連
帯
義
務
／
一
般
義
務
の
観
点
を
通
じ
た
分
析
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
は
筆
者
に
と
っ
て
も
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
べ
き
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問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

（
12
（　

シ
ェ
フ
ラ
ー
は
重
要
な
関
係
性
の
「
構
築
・
維
持
」
を
理
由
と
す
る
、
と
い
う
表
現
は
用
い
て
い
な
い
。
彼
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
引

用
す
れ
ば
、
“But to value oneʼs relationship w

ith another person is to see it as a source of reasons for action of a 
distinctive kind. It is, in effect, to see oneself as having special responsibilities to the person w

ith w
hom

 one has 
the relationship. T

hus, in so far as w
e have good reasons to value our interpersonal relations, w

e have good 
reasons to see ourselves as having special responsibilities

”（Scheffl
er 2001: 103

（
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
道
徳
的
に

価
値
あ
る
関
係
性
に
対
し
て
特
別
な
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
そ
の
道
徳
的
価
値
に
構
成
的
で
あ
り
、
か
か
る
責
任
を
果
た
す
こ
と
、
つ
ま

り
義
務
の
履
行
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
こ
の
責
任
を
果
た
し
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
は
こ
の
道
徳
的
価
値
を

持
つ
関
係
性
の
構
築
・
維
持
を
理
由
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
連
帯
義
務
の
論
議
は
、
本
人
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
ス

ケ
ッ
チ
と
概
要
を
描
く
の
み
で
あ
り
（Scheffl

er 2001: 99

（、
様
々
な
解
釈
と
異
論
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
連
帯

義
務
の
理
論
の
彫
琢
・
批
判
ま
で
は
行
わ
な
い
。

（
13
（　

こ
こ
で
い
う
「
特
別
」
と
は
、
後
述
の
一
般
義
務
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
1（
（　K

olodny 2002.

こ
れ
に
対
す
る
反
論
は
、Lazar 2009

。

（
15
（　

つ
ま
り
、
立
証
責
任
（burden of proof

（
は
相
手
方
の
背
負
う
と
こ
ろ
と
な
る
。

（
1（
（　

詳
し
く
は
、
平
山
二
〇
〇
九
：
五
〇
︱
五
五
を
参
照
。 

（
1（
（　

低
所
得
者
の
住
居
事
情
に
つ
い
て
は
、
平
山
二
〇
〇
九
：
四
章
を
参
照
。

（
18
（　

こ
こ
で
は
、
遠
藤
他
二
〇
〇
九
、
濱
口
二
〇
〇
九
、
山
田
二
〇
〇
九
、
八
代
二
〇
〇
九
を
参
照
し
た
。

（
19
（　

な
お
、
Ｅ
Ｕ
で
は
二
〇
〇
八
年
に
派
遣
労
働
者
と
正
規
労
働
者
の
給
与
や
労
働
時
間
な
ど
に
関
わ
る
均
等
待
遇
を
求
め
る
指
令
を
定

め
て
い
る
。

（
20
（　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
業
務
の
双
方
に
「
創
造
的
業
務
」
と
「
定
型
的
業
務
」（
山
田
二
〇
〇
九
：
八
五
（

が
あ
り
、
非
正
規
雇
用
者
が
よ
り
難
度
の
高
い
創
造
的
業
務
に
従
事
し
正
規
雇
用
者
よ
り
高
い
賃
金
を
取
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

る
。

（
21
（　

ま
た
、
こ
こ
で
の
労
働
者
の
高
い
流
動
性
は
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
価
値
の
実
現
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
。
充
実
し
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た
社
会
保
障
を
前
提
と
す
れ
ば
、
転
職
を
迫
ら
れ
る
よ
う
な
生
活
の
困
窮
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
価
値
が
経
済
的
価
値
の
た
め

に
犠
牲
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
は
少
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
22
（　

本
稿
で
は
、
正
規
・
非
正
規
雇
用
者
間
の
経
済
的
財
以
外
の
財
に
つ
い
て
の
格
差
の
問
題
は
扱
わ
な
い
。
し
か
し
、
労
働
者
の
流
動

性
が
高
ま
り
、
非
正
規
雇
用
者
の
正
規
雇
用
者
へ
の
変
換
が
容
易
に
な
れ
ば
、
彼
ら
の
こ
の
価
値
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
格
段
に
改
善
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
経
済
的
価
値
以
外
の
価
値
の
分
配
に
お
い
て
も
正
規
・
非
正
規
雇
用
者
間
の
格
差
が
減
少
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（
23
（　

例
え
ば
、Raw

ls 19（1: 151

を
参
照
。
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後
藤
玲
子
・
齊
藤
拓
訳
『
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
の
哲
学
︱
︱
す
べ
て
の
人
に
リ
ア
ル
な
自
由
を
』
勁
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書
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九

年
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賢
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小
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今
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小
宮
隆
太
郎　

編
『
日
本
の
企
業
』
三
︱
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大
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。
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遠
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嗣
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〇
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書
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大
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文
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〇
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︱
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と
経
済
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点
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勁
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〇
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濱
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〇
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。
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一
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二
一
︱
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（
社
（
日
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合
会
（
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〇
一
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〇
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〇
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福
利
厚
生
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調
査
結
果
（
第
五
五
回
（』
の
概
要
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松
浦
民
恵
（
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〇
〇
七
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非
正
社
員
へ
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福
利
厚
生
適
用
に
関
す
る
一
考
察
」『
季
刊
家
計
経
済
研
究
』
第
七
五
号
、
二
四
︱
三
二
頁
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平
山
洋
平
（
二
〇
〇
九
（『
住
宅
政
策
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ど
こ
が
問
題
か　
〈
持
家
社
会
〉
の
次
を
展
望
す
る
』
光
文
社
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八
代
尚
宏 

（
二
〇
〇
四
（「
雇
用
保
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に
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い
て
の
規
制
改
革
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大
竹
文
雄
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編
『
解
雇
法
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考
え
る
︱
︱
法
学
と
経
済
学
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視
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〈
増
補
版
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八
︱
二
四
〇
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勁
草
書
房
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八
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尚
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（
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〇
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市
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保
護
主
義
」
の
終
わ
り
』
東
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報
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〇
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用
再
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戦
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出
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』
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本
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社
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